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さ
れ
る

冠
」

型

の

詒
根
は、

U
」

刃

で
、

そ
れ

は

神
に

自

身
を

「

接
近
さ

せ

る
、

近
づ

け
る
」

8
酵
Φ

弓

戸

蠧
け
Φ

巳

こ

と
を
意
味
す
る

。

つ

ま
り
犠
牲

は

関
係
概
念
で

あ
り、

一

方
が
離
隔
し
て

い

る

時
に、

他
方
を
近
づ

け
る

こ

と

や、

一

方
に

近
づ

く
こ

と

を
意
味

す
る

。

そ
こ

か
ら
犠
牲
の

本
来
の

意
味
は
、

遙
か
遠
く
に

存
在
す
る

も
の

同
上
が
近
づ

く
こ

と
で

あ
る

。

ブ

ー

パ

ー

が

層
J
殉

を

「

そ
こ

へ

の

接
近
」

θ
髯
口
餌
，

¢

コ
ケq）

と

訳
し
た

意

図
は

そ

こ

に

あ
る

。

最
後
に

「

会
見
の

幕
屋
」

（
」

慧
0，
ず
コ
π）

と
は

、

荒

野
を

放
浪

す
る

際
の

、

持
ち

運
び

可
能
な

神
の

聖

所
で

あ

る
。

ぜ
z

は

テ

ン

ト
や

幕
屋
の

こ

と

で
、

今
ま
で

様
々

に

訳
さ
れ
て

き
た

。

七

十
入
訳

聖

書
で

は

「

証
し

の

幕
屋
」

、

ル

タ

ー
で

は

「

教

団
の

小

屋
」

（
Qり
叶

洋
甲

げ
口

偉
Φ）

、

内
ρ。

⊆

冒
ω

o
江−
じd
 
「

葺
皀
Φ
什

訳
で

は

「

啓
示
の

幕
屋
」

〔
O
映
Φ

⇒−

σ

霞

目
ひq
ω

N
Φ

5
と

訳
さ

れ

た

が、

ど

れ

も
意
味
を
適

切
に

表
現
し

た

と

は

言
い

難
く

、

ヴ
ル

ガ

ー

タ
の

「

契
約
の

幕
屋
」

が

辛
う
じ
て

正

し
い
。

」

誓
σ

を

構
成
し
て

い

る

語

根
の

謡、

は
、

カ

ル

系
で

「

会

議
を

手
配

す

る
」

「

誰
か
と
ど
こ

か
で

合
う
約
束
を

す
る
」

な
ど
の

意
味
が

あ

り、

正

確
に

は

「

あ
ら

か

じ

め

定
め
ら

れ
た

場

所
で、

出

会
う
べ

く
し

て

現
れ

る
」

こ

と

を

指
し
て

い

る
。

つ

ま
り
こ

の

幕
屋
は

神
の

臨
在
が
は
っ

き
り

目
の

前
に

思
い

浮
か
び
、

神
に

謁
見
で

き
る
場
で

あ
る

。

そ
こ

か

ら
ブ

ー

バ

ー

は

「

出
会
い

の

幕
屋
」

（

N
 

岑

α

韓
ゆ
Φ

ゆ煢
 

鵬
コ

巨
αq
）

と
訳
出
し
た

。

　

預
言
者
が

、

言
葉
を
媒
介
と

し
て

神
の

啓
示
を
預
か
り、

そ
れ

を
民
に

告
知
す
る

仲
介
者
で

あ
る
な
ら
ば
、

祭
司
は

、

礼
拝
を
執
行
し、

神
へ

と

犠
牲
や
供
物
を
献
げ
る
役
割
を
担

う
。

祭
司
は
こ

の

よ
う
な
具
体
的
な
供

犠
や

祭
儀
を

司
る

こ

と

を
通
し
た

「

神
−
民
」

関
係
の

仲
介
者
で

あ
る
。

そ
れ

ぞ
れ
の

祭
儀
規
定
は

、

原
語
の

語
根
ま
で

辿
る
と

、

そ
れ
は

神
と

民

と
の

関
係
を

示
す
概
念
に

よ
っ

て

表
現
さ
れ
て
い

る
。

ブ
ー

バ

ー

は
、

へ

ブ

ラ

イ
語
聖

書
の

独
語
訳
に
際
し
て
、

ヘ

ブ
ラ

イ

語
が

持
つ

そ
の

本
来
の

「

語
義
」

を

際
立
た

せ
、

馴
れ

親
し
ん

だ
ド

イ
ツ

語
を

用
い

ず
、

原
語
が

持
つ

意
味
を

残
し
た
訳
語
を
考
案
し
た

の

で

あ
る

。

「

生

の

宗
教
」

の

出
現

　
　

　

ジ
ン

メ

ル

『

宗

教
』

の

改

訂
を
め
ぐ
っ

て

ー

深

　
澤

　
英

　
隆

　

ゲ
オ
ル

ク
・

ジ

ン

メ

ル

ニ

八
五

八
−
一

九
一

八）

の

宗
教
論
の

代
表

作
で

あ
る

『

宗
教
』

（
b
縛

謁
乳

喧
ミ
）

は
一

九
〇

六

年
に

初
版

が、

一

九
一

二

年
に

大
幅
に

改
訂
増
補
さ
れ

た

第
二

版
が

出
て

い

る。

こ

の

改
訂

版
に

お
い

て
、

あ
る
種
の

「

生
の

宗
教
」

と

で

も
呼
ぶ

べ

き
ジ

ン

メ

ル

の

宗
教
ヴ
ィ

ジ

ョ

ン

が、

明
瞭
に

姿
を

現
す。

　
ジ

ン

メ

ル

の

こ

の

生
の

宗
教
の

立

場
に

は、

 
生
の
宀

示

教
の

方
法
論、

 
生
の

宗
教
の

超
越
論
的
生
成
論、
．
 
生

の

宗
教
の

存
在
論、

の

三

つ

の

ア

ス

ペ

ク

ト
が
見
分
け
ら

れ
る

。

　．
 
の

領
域
に

お

い

て

は
、

ジ
ン

メ

ル

は

P
・

バ

ー

ガ

ー

の

い

わ

ゆ

る

「

方
法
的
無

神
論
」

に

近
い

立
場
を
と
る

と

と

も
に

、

宗
教
の

真
偽
問
題

の

ポ

ス

ト
と

も
言
う
べ

き
地
点
を
探
っ

て

い

る
よ

う
に

も
見
え
る
。

　

 
の

領
域

に
お
い

て

は
、

宗
教
を
「

宗
教

性
」

（
園

亀
αQ

歪
試
¢

と

い

う
主

観
性
の

ア

プ
リ
オ
リ
な
領
域
の

解
明
を
通
じ
て

基
礎
づ

け
よ

う
と
の

関
心
が
明
ら

か
で

あ
る

。

こ

の

際
に

ジ

ン

メ

ル

の

議
論
の

特
徴
を
な

し

て

い

る

の

は、

宗
教

的
な

経
験
カ

テ

ゴ

リ
ー

が

結

合
す
る

経
験

内
容
自
体

が、

す
で

に
先
行
的
に
宗
教
的
カ

テ
ゴ

リ

ー
に

よ

っ

て

規
定
さ
れ
て

い

る
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N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　for 　Religious 　Studies

第 3 部会『宗教研究』85巻 4 輯 （2012年）

と
の

考
え

方
で

あ
る

。

ジ
ン

メ

ル

は
、

と

り
わ

け
三

つ

の

経
験

領
域、

す

な
わ
ち．

、

・
目
然

経
験

、

運

命
の

経
験

、

そ
し
て

社
会
の

経
験
を、

宗
教
を

生
ぜ
し

め
る

経
験
領
域
と
し
て

挙

げ
る

。

ジ
ン

メ

ル

の

こ

の

議

論
に

お
い

て

は
、

そ
の

ア

プ
リ

オ
リ

を

特
定
す
る

ジ

ン

メ

ル

の

直
観
そ
の

も
の

が、

既
存
の

宗
教

、

と

り
わ

け
キ
リ

ス

ト
教
に

由
来
し
て

お
り、

一

種
の

循

環

論
に

な
っ

て

い

る

こ

と
は

否

定
で

き
な
い

。

　

 
の

領
域
は

、

生
の

、

あ
る

い

は

宗
教

性
の

存
在
論
と
で

も

呼
ぶ

べ

き

主
題

領
域
で

あ
る

。

ジ
ン

メ

ル

は
、

信

仰
を
も
つ

こ

と

や

宗
教

的
で

あ
る

こ

と
と

は、

命
題
的
な
な

に

か

の

真
理
性
を

信
じ
る

こ

と

（

「

貯
芝
o

耳
−

げ

聾
窪
）

で

は

な

く、

存
在
〔
Qり

色
コ）

の

あ
り
か
た

で

あ
り、

あ
る

状

態

（
N
ロ
ω

8
コ
ロ）

な

い

し

「

状
態
性
（
N
犀
。゚

感
口

自
葺
貯
o一
¢
」

で

あ
る

と

言
う
。

そ

う
し
た

状
態
性
が

受
肉
す
る

宗
教
的
表
象
や

内

容
は
さ
ま
ざ
ま
で

あ

り

う
る
。

し

か

し
ジ
ン

メ

ル

に

と
っ

て

重

要
だ
っ

た
の

は
、

こ

う
し
た
宗
教

的
生
の

あ
り
か
た

の

底
に

溢
れ

る

あ
る

種
の

直
接
的
な
生
で

あ
る

。

そ
れ

は

「

こ

の
一

性
、

な
お
ま
っ

た

く
他
在
を

知
ら
な
い

宗
教
的
存

在
の

、

そ

れ

自
身
に

没
頭
す
る

状
態
性
」

で

あ
る

。

ジ
ン

メ

ル

は
、

こ

う
し
た
状

態

性
を

極
限
概
念
と
し

て
、

し

か

し

同
時
に

生
き
る

な
か
で

直
観
し

う
る

事

実
性
と

し

て

措
定
し

た
。

さ

ら

に

注
意
す
べ

き
は

、

こ

の

直
接

的
宗
教

性

が

生

き
ら

れ

る

こ

と
に

こ

そ
、

ジ
ン

メ

ル

は
宗
教
の

発
展
の

方

向
を
見
て

い

る

点
で

あ
る
。

ジ
ン

メ

ル

は
、

同
時
代
の

宗
教
進

化
論
を

、

自
己
の

信

仰
を

絶
対
化
す
る

過
ち
と

し

て

批

判
す
る

。

ジ
ン

メ

ル

の

言
い

方
で

言
え

ば
、

「

よ
り

完
全
な
宗
教
」

と
い

う
も
の

は
無
く、

「

よ

り

完
全
に

宗
教
」

で

あ
る

こ

と
が
、

唯
一

語
り
う
る

宗
教
の

「

進

化
」

で

あ
る

。

こ

れ

は

ジ

ン

メ

ル

に

よ

れ

ば
、

「

最
も

純
粋
な
意
味
に

お
い

て

現
実
に

〔
響
貯

尊
o
げ）

宗
教
と

な

る

無
限
の

プ
ロ

セ

ス
」

に

他
な

ら

な
い

。

こ

こ

に

は

す
で

に
、

自
ら
が
生
み
出
し
た
形
式
を

絶
え
ず
は
み
出
し
な

が
ら

展
開
さ

れ

る

生
の

自
己
超
越
の

運
動
と
い

う
ジ
ン

メ

ル

の

生
の

哲
学
の

枠
組
み

が
、

ま

た

そ

う
し
た

枠
組
み

に

基
づ

く
「

生
の

宗
教
」

と
も
い

う
べ

き
宗

教
の

ヴ
ィ

ジ

ョ

ン

が

垣
間

見
え
る

と
言
え
よ
う

。

　
ジ

ン

メ

ル

の

生
の
宀

示

教
の

ヴ
ィ

ジ

ョ

ン

は
、

　一

九
一

二

年
以

降
に

成
立

し

た

諸
著
作
に

お
い

て、

さ
ら
に

詳
し
く

論
じ
ら

れ

る

が
、

こ

の

生
の

宗

教
が

具
体
的
に

ど
の

よ

う
な

様
相
を

と
る
の

か
、

と
い

う
こ

と
は
、

最
後

ま
で

明

確
に

は
な
ら
な
か
っ

た
。

ジ

ン

メ

ル

の

宗
教

論
に

は
、

決
定
不
可

能
な
さ

ま
ざ
ま
な
両
義
性
が
つ

き
ま
と
っ

て

い

る
。

し

か

し
、

そ

う
し

た

両
義

性
を、

宗
教
が
あ
る

未

決
定
な
も
の

と
し

て

主

題
と
な
っ

た
近

代
と

い

う
時
代
の

特
質
を
如
実
に

反
映
し
た
も
の

で

あ
る

と

考
え
る

な
ら

ば
、

ジ
ン

メ

ル

宗

教
論
は

、

よ

り

積
極
的
な
今
日
的

意
味
を
も
つ

も
の

と
し

て

見
え
て

来
る

で

あ
ろ

う
。

ハ

ン

ナ
・

ア

ー

レ

ン

ト
の

　

　
　

世
界
へ

の

愛

『

人
間
の

条
件
』

再

考

今

出

敏

彦

　
ハ

ン

ナ
・

ア

ー

レ

ン

ト

臼
き
自
帥

け

〉

話
⇒

α
戸

お
O
 

亠
 

誤）

は

『

全

体
主

義
の

起

源
』

で
一

躍
有

名
に

な
っ

た
ユ

ダ
ヤ

人
思

想
家
で

あ
る

。

彼

女
の

独
自
性
は

、

公
共
性
概
念
の

形
成
に

お
い

て
、

一

方
で

占
代
ギ

リ

シ

ア
・

ポ
リ

ス

的
な
「

不
死
へ

の

努
力
」

を
モ

デ

ル

と
し、

他
方

、

キ

リ

ス

ト

教
思

想
の

「

永
遠
の

命
」

に

よ

っ

て

基

礎
づ

け
ら
れ

て

い

る

こ

と
で

あ

る

が
、

こ

れ
ら
は
共
に、

い

つ

か
は

死
ぬ

運

命
の

人

間
に

と
っ

て

究
極
目

標
で

あ
る

。

で

は、

そ
の

ど
ち
ら
が
よ

り

究
極
だ
ろ

う
か
？

　
こ

の

問
い

250（1084）
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